
｢言
語
学
習
の
三
角
形
｣
の
問
題

言
語
学
習
の
三
角
形
は
､
筆
者
が
初
め
て
こ
れ
を
提
示
し
た
昭
和
六
十

二
年
以
来
､
修
正
を
重
ね
て
現
在
図
1
の
よ
う
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
｡

こ
の
三
角
形
は
昭
和
五
十
二
年
に
発
表
し
た

｢言
語
表
現
と
主
体
｣
の
内

容
に
三
角
形
と
い
う
か
た
ち
を
与
え
た
も
の
で
､
以
後
三
角
形
の
中
心
や

頂
点
は
変
わ

っ
て
い
な
い
が
､
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
書
き
込
み
は
､
筆

者
が
さ
ま
ざ
ま
な
国
語
科
実
践
に
接
し
て
そ
の
都
度
考
え
た
こ
と
の
記
録

で
あ
る

(
*
-
)｡
そ
し
て
現
在
で
は
､
こ
の
三
角
形
は
国
語
学
習
だ
け

で
な
-
言
語
学
習

一
般
に
通
じ
る
汎
用
性
を
持

つ
の
で
は
な
い
か
､
と
ま

で
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

し
か
し

一
方
で
､
こ
の
三
角
形
に
つ
い
て
は
今
で
も
自
分
な
-
に
問
題

を
感
じ
､
さ
ら
な
る
補
説
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
｡
そ
れ
は
こ
の
三
角
形
を
提
示
し
た
と
き
に
受
け
た
感
想
や
意
見
､

あ
る
い
は
質
問
に
端
を
発
し
て
い
る
｡と
-
わ
け
こ
の
夏
の
講
演

｢私
が
上

国
連
で
学
ん
だ
こ
と
｣
(平
成
二
十
三
年
八
月
四
日
)
は
こ
の
三
角
形
に
つ

い
て
到
達
点
を
確
認
し
さ
ら
に
考
え
を
深
化
さ
せ
る
た
め
の
貴
重
な
体
験

で
あ

っ
た

(*
2
)0

本
稿
で
は
､
言
語
学
習
塑

一有

形
に
か
か
わ
る
問
題
三
点
に
つ
い
て
再

考
し
､
後
の
国
語
学
習
の
三
角
形
の
改
良
に
資
し
た
い
と
思
う
｡
構
成
は
､

一
､
国
語
教
育
に
お
け
る
言
語
観
-
学
習
者
と
自
己

図 1 言語学習の三角形
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○三角形の頂点
頂点Aは ｢自己｣である｡言語主体として

の学習者 (L)とは区別する｡それは､①既
有知識 (言語が担っている)､②イメージ化
した経験 (言語の周辺に随伴物として付着
している)､(卦言語能力などがあって､これ
らが興味､関心､意欲､衝動､態度を作る｡
頂点Bは ｢物事(もの ･こと)｣である｡こ

れは､①現実の対象物､事態､概念として
の物事､②擬似言語的物事 (表や図式､映
像など)､③言語的な物事 (言語作品､ある
いはその断片､組み合わせ)に分けられる｡

頂点Cは ｢他者｣である｡①教師､②他の
学習者､(宣糖に教育場面に参入した親 (大人)
や子どもなどが考えられる｡人数によって､
-､多､衆の場合がある｡
07モデル (機能上 それぞれのモード (テクスト的機能)
第1モデル (機能):道具的モデル (L･IS)-Lは即日的に関与する｡
第2モデル (機能)-Lは､対日､対対象､対他的に関与する｡
①個人的モデル (P):線分L-A

②発見的モデル (H):線分L-a

③相互作用モデル (IA):線分L-C

第3モデル (機能)-Lは､間接的に関与する｡

①表象的モデル (RP):L (線分A-B)

②規制的モデル (RG):L (線分B-C)
③想像的 (創造的)モデル (IM):L (線分A･-C)

*以上のモデル (機能)それぞれに ｢テクスト的機能 (モード)｣が付く｡
*略語 L:Lean er,IS:Instrumental,P:Personal,H:Heuristic,IA:Interactional,

RP:Representative,RG:Regulatory,IM:lmaginative
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二
､
テ
ク
ス
ー
の
座

(-
)
テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト

(2
)
具
体
例

三
､
学
習
者
の
成
長
と
教
師

で
あ
る
｡
論
述
は
､
三
角
形
の
中
心

(学
習
者
)
か
ら
自
己

(頂
点
A
)

に
始
ま
-

(
1
)
､
事
物

(も
の

･
こ
と
)
(頂
点
B
)
を
経
て

(二
)
､

中
心

(学
習
者
)
に
戻
-
､
教
師

(頂
点
C
)
の
役
割
を
論
じ
て
終
わ
る

(≡
)､
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
｡

一
､
国
語
教
育
に
お
け
る
言
語
観
-
学
習
者
と
自
己

国
語
教
育
に
関
わ
る
人
は
言
語
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お

け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
問
い
に
即
答
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
､
明

日
の
仕
事
が
急
に
変
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
'
長
い
間

こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
､
こ
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
を
ぼ
ん
や
り
と
考

え
て
い
る
自
分
に
気
づ
-
こ
と
が
あ
っ
た
｡
国
語
教
育
界
で
活
動
し
て
い

る
人
に
は
､
筆
者
の
よ
う
な
研
究
者
の
ほ
か
に
､
実
践
者
､
行
政
官
､
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
が
言
語
観
に
つ
い
て
は

一
家
言
を
持

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
ど
の
よ
う
な
職
業
に
あ
っ
て
も
､
教
育
と

い
う
観
点
か
ら
は
､
次
に
掲
げ
る
K
･
ビ
ュ
ー
ラ

ー

(B
ih
ler.K.)
の
三

つ
の
モ
デ
ル

(図
2
)
は
重
要
で
あ
る

(*
3
)｡

図
が

(イ
)
(
ロ
)
(
ハ
)
と
進
む
に
し
た
が
っ
て
､
(イ
)
で
は
点
線

で
し
か
結
ば
れ
て
い
な
か
っ
た

｢
一
者

(ヒ
ト
)｣
と

｢
二
者

(ヒ
ト
)｣

が
､
(.(
)
で
は
'
｢事
物

･
事
態
｣
(モ
ノ

･
コ
ト
)
を
介
し
て
実
線
で

関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
の
よ
う
な

｢関
係
づ
け
｣
が

成
立
す
る
の
は
､
(
ロ
)
に
お
い
て
､
ヒ
ト
の

｢精
神
物
理
的
組
織
体
｣

dieDinge(ej)

?I
orgaInum (機関)ll

′五
〇′ ､O

einer(ヒトー) derandere(ヒト二)

オルガノン･モデル(イ)

Reizguelle
(刺激源泉)

PsychophysischesSystemα Psychophysisches
(精神物理的組織体) systemβ

I

オルガノン･モデル(ロ)

図2 K･ビューラーのモデル
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(例
え
ば
､
聞
-

･
話
す
た
め
の
内
的

･
外
的
シ
ス
テ
ム
)
が

｢刺
激
源

泉
｣
に
対
し
て
作
動
し
､
｢反
応
の
所
産
=
中
間
刺
激
｣
と
な
っ
て
､
｢送

-
辛

(ひ
と
)｣
と

｢受
け
手

(ひ
と
)｣
を
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ

る
.
.こ
の
よ
う
な
中
間
媒
介
作
用
の
中
心
に

｢記
号

(Z
eich
en)｣
が
あ

-
､
そ
れ
に
よ
っ
て
二
人
の
人
間
は
､
｢自
己
｣
｢他
者
｣
と
分
か
れ
な
が

ら
も
結
び
つ
き
､
さ
ら
に
間
接
的
で
は
あ
る
が
'
自
然
的
な
連
続
体
で
あ

る
事
物

･
事
態

(モ
ノ

･
コ
ト
)
と
も
結
び
つ
-
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
｡
そ
の
と
き
事
物

･
事
態
は
言
語
に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
て
､
人
間
的
な

生
命
を
吹
き
込
ま
れ
､
事
物

(も
の

･
こ
と
)
と
な
る
の
で
あ
る
｡

湊
吉
正
氏
は
こ
の
ビ
ュ
ー
ラ

ー
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
､

言
語
は
起
源
的
に
見
て
も
､
個
人
と
個
人
の
間
､
事
物

･
事
態
と
の
間

を
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
に
位
置
づ
け
そ
れ
ら
を
結
合
す
る
二
重
の
媒
介
者
と

し
て
､
人
間
が
生
活

･
文
化
の
発
展
的
必
要
上
創
造
し
､
ま
七
そ
れ
自
体

そ
の
よ
う
な
対
人
的
機
能
的
機
能
と
対
物
的
機
能
と
を
同
時
に
果
た
す
べ

き
も
の
と
し
て
生
成
し
て
き
た
と
み
ら
れ
る
｡

と
述
べ
て
い
る

(*
3
)0

′
人
間
の
成
長
と
い
う
教
育
的
な
視
点
か
ら
､
こ
の
モ
デ
ル
を
捉
え
る
な

ら
ば
､
国
語
学
習
者
は
何
よ
-
も
こ
の
二
重
の
杵
を
太
-
強
-
す
る
よ
う

努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
.
こ
の
試
み
は
､
と
き
に
は
細
い
糸
を
結

ぶ
こ
と
さ
え
失
敗
す
る
と
い
う
不
安
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
､
学
習
者

一
人

ひ
と
-
が
教
師
等
の
援
助
の
も
と
で
'
事
物

･
事
態
を
媒
介
に
互
い
に
深

い
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

p学
習
者
を
三
角
形
の
中
心
に
置
い
た
図
1
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
基

盤
に
構
想
さ
れ
て
い
る
｡

学
習
者
は
､
物
事

(も
の

･
こ
と
)
を
は
さ
ん
で
､
他
者

(ひ
と
)
と

S
Jつ
二
重
の
関
係
を
結
ほ
う
と
し
て
亘
る
.
学
習
と
は
そ
の
当
事
者
が
新

し
い
世
界
に
わ
が
身
を
乗
-
入
れ
､
自
己
実
現
を
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
だ

か
ら
正
確
に
言
え
ば
､
物
事

(も
の

･
こ
と
)
や
他
者

(ひ
と
)
と
具
体

的
な
関
係
を
結
ぶ
の
は
､
学
習
に
入
る
前
の
自
己

(わ
れ
)
で
あ
る
｡
新

し
い
学
習
に
入
る
学
習
者
は
過
去
の
知
識
や
経
験
の
総
体
を
点
検
､
吟
味

し
な
が
ら
､
緊
張
し
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
知
識
や
経
験

を
具
体
的
に
列
挙
す
れ
ば
､

3物
事

(も
の

･
こ
と
)
､
他
者

(ひ
と
)
に
つ
い
て
の
知
識
､
経
験

(既
有
知
識
､
先
入
知
識
､
先
入
主
､
誤
解
-
)

㈲自
己

(わ
れ
)
の
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
と
技
能
､
能
力

(知
識
の

量
と
質
､
技
能
､
能
力
の
レ
ベ
ル
)

3そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
自
己

(わ
れ
)
関
心
､･意
欲
､

態
度
等
の
程
度

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
ら
は
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の

で
､学
習
者
は
そ
れ
ら
を
､自
己
(わ
れ
)
の
内
部
で
分
類
整
理
し
て
'新
し
い

学
習
へ
の
構
え
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
そ
れ
ま
で
の
自
己

(
わ
れ
)
の
持

っ
て

い
る
も

の
に
､
新

し

い

3-
3を
｢
1
致
｣

(con
sisten
cy)
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
業
で
も
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､

D

･
p
･
オ
ー
ス
ベ
ル

(A
usubell,D.P
.)
に
先
行
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー

(adv
an
ce
org
an
izer)
の
考
え
方
が
あ
る
｡
彼
は
後
の
学
習
に
有
効
な
オ

ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
は
言
語
で
で
き
て
い
る
と
言
う
｡
言
語
は
綴
じ
糸
の
よ
う

な
も
の
だ
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
確
か
に
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
知
識

や
経
験

は
そ

の
ま
ま

で
は
学
習
は
不
安
定
と
な
-

｢
持
続
性
｣

3



(
s

ustainability)
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
持
続
し
て
も
場
当
た

り
的
な
学
習
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
初
め
は
事
物

･
事
態

(モ
ノ

･
コ
ト
)

へ
の
関
心
が
高
く
'
学
習
へ
の
意
欲
が
盛
ん
で
も
､
や
が
て
学
習
は
バ
ラ

バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
､
つ
い
に
途
中
で
放
り
出
し
て
し
ま
う
(*
5
)0

学
習
者
か
ら
自
己

(わ
れ
)
を
分
け
て
頂
点

(
A
)
化
し
､
区
別
す
る

こ
と
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
重
要
で
あ
る
｡
学
習
者
は
､
吟
味
点
検
し

た
過
去
の
自
己

(わ
れ
)
を
大
切
に
し
な
が
ら
､
他
者

(ひ
と
)
と
関
わ

-
､
事
物

･
事
態

(庵
の

･
こ
と
)
と
連
続
的
に
関
わ
っ
て
い
-
｡
学
習

は
､
そ
の
と
き
'
そ
の
場
限
り
の
点
で
は
な
-
､
過
去
か
ら
未
来
へ
伸
び

る
線
と
な
る
｡
,.)
の
連
続
的
な
関
わ
り
の
様
態
は
英
名
で
､
in
v
o
tvement

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の
語
は

｢
冒.
な
か
へ
･
v
o
lve回
り
な
が

ち

･
入
っ
て
い
-
｣
､
つ
ま
り
三
角
形
の
な
か
に

｢巻
き
込
ま
れ
る
｣
こ

と
で
あ
る
｡
三
角
形
の
頂
点
は
い
つ
も
単
純
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
｡
頂

点
C

(他
者
､
ひ
と
)
も
自
己

(わ
れ
)
と
同
じ
-
ら
い
に
複
雑
で
あ
る
｡

国
語
学
習
で
も
､

･
教
師

(最
も
影
響
力
の
強
い
他
者
)

･
上
級
生

･
級
友

･
下
級
生

(交
流
活
動
)

･
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ヤ
ー
'
保
護
者

(交
流
活
動
)

の
存
在
が
想
定
さ
れ
t
､学
習
は
､
各
人
が
様
々
な
情
報
の
流
れ

(渦
)
を

巻
き
起
こ
し
な
が
ら
展
開
す
る
｡
そ
の
渦
中
の
な
か
､
学
習
者
は
自
己
の

立
ち
位
置
を
見
失
う
こ
と
な
く
学
習
の
中
心
に
入
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な

い
｡
巻
き
込
み
線
は
螺
旋
状
で
あ
る
が
､
学
習
者
は
自
分
が
誰
に
何
の
た

め
に
関
わ
り
､
何
回
回
っ
た
か
､
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ

こ
で
も
逐
次
的
で
適
切
な
言
語
的
記
録
が
も
の
を
言
う
｡
そ
れ
は
可
視
化

さ
れ
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
な
る
｡
学
習
者
は
こ
の
よ
う
な
関
わ
-
を
繰
-

返
す
な
か
で
､
古
い
自
己

(わ
れ
)
を
変
革
し
､
新
し
い
自
己
を
生
み
出

す
き
っ
か
け
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
｡
人
間
は
蝉
や
蝶
の
よ
う
に
生
態
的

に
脱
皮
す
る
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
脱
臼
作
用
は
精
神
的
な

脱
皮
作
用
で
､あ
る
｡
学
習
者
は
脱
臼
作
用
の
過
程
で
自
分
で
も
気
づ
か
な

い
深
い
地
点
に
到
達
し
､
そ
こ
,で
自
分
だ
け
の
秘
め
た
発
見
を
し
て
い
る

こ
と
も
多
い
｡

二
､
テ
ク
ス
ト
の
座

(-
)
テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト

学
習
者
を
中
心
に
据
え
た
言
語
学
習
の
三
角
形

(図
1
)
は

｢教
授

･

学
習

(と
い
う
状
況
の
)
コ
ン
テ
ク
ス
上

の
モ
デ
ル
で
あ
る
｡
そ
れ
佃

1
回
的

･
即
興
的
な
も
の
で
あ
る
｡
学
習
者
と
頂
点
A

(自
己
)
の
区
別

と
関
わ
り
は
す
で
に
述
べ
た
通
-
で
あ
る
が
､
本
節
で
は
､
頂
点
B
に
あ

る

｢
テ
ク
ス
ト
｣
の
性
格
と
機
能
に
つ
い
て
考
え
を
ま
と
.め
て
お
-
0

筆
者
に
よ
る
次
の
記
述
を
出
発
点
と
す
る

(*
6
)0

○
頂
点
B

∵
ア
ク
ス
下
目
現
実
の
事
物

･
事
態

(モ
ノ

･
コ
ト
)

3言
語
的
テ
ク
ス
ト

a
(話
し
言
葉

a
‥
例

･.
4
､
茶
話
)

㈲言
語
的
テ
ク
ス
I
b

(話
し
言
葉
b

‥
例

･
演
説
)

3言
語
的
テ
ク
ス
ト

C
(書
き
言
葉

‥
例

･
言
語
作
品
)

刷テ
ク
ス
ト
の
組
み
合
わ
せ
d

(例

･
単
元
'
複
数
の
テ
ク
ス
ト
)

テ
ク
ス
ト

局か
ら

刷に
は
段
階
が
あ
る
｡
M
･
A
･
K
･
ハ
リ
デ
ー

(H
attid
ay
.M
.A
.K
.)
は
四
つ
の
例
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
.
そ
れ

ら
は
､家
庭
に
お
け
る
父
と
子
の
汽
車
遊
び
､主
教
の
ラ
ジ
オ
演
説
'詩
編
､

4



複
数
の
詩
編
で
あ
る
｡
彼
の
説
明
に
は
粗
密
が
あ
る
が
､
必
要
に
応
じ
て

私
に
補
い
な
が
ら

3-
3の
段
階
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
示
す

(*
7
)0

事
物

･
事
態

テ
ク
ス
ト
(作
者
な
ど
)

3
(会話
の
材
料
)
会
話
(父
と
子
)

㈲
(演説
の
材
料
)
草
稿
(司
教
､関
係
者
)

演
説

3̂
(詩の
素
材
)

詩
(詩
人
A
)

価
(詩の
素
材
)

詩
1
､2
(詩
人

A
.
B
)

コ
ン
テ
ク
ス
ト
(場
面
の
関
係
者
)

会
話
(父
と
子
)(
衣
)

演
説
(司
教
､関
係
者
'信
者
)

へ
放
送
局
)

朗
読
(教
師

'学
習
者
な
ど
)(
教
室
)

朗
読
全

教
師
'
学
習
者
な
ど
)(
教
室
)

は
な
だ
ら
か
に
連
続
し
て
い
る
が
､
外
側
と
は
作
者
に
よ
っ
て
織
ら
れ
た

テ
ク
ス
ト
が

｢外
界
の
現
実
界

(環
境
)｣
に
接
触
し
､
そ
こ
に
存
在
し

関
わ
る
人
々
に
よ
っ
て
意
味
が
付
加
さ
れ
た
り
修
正
さ
れ
た
り
す
る
度
合

い
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
オ
ル
ソ
ン
の

｢外
界
の
現
実
界

(環

境
)
｣
と
は
､
ハ
リ
デ
ー
で
は
｢状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
｣
(con
te
x
st
o
f

situ
ation)
で
あ
り
､
そ
こ
で
生
き
て
働
-
テ
ク
ス
-
は
三
種
類
の
メ
タ

意
味
機
能
を
有
し
て
い
る

(*
10
)0

ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ー
で
あ
れ
､
現
実
の
事
物

･
事
態

(モ
ノ

･
コ
ト
)

を
反
映
し
な
い
も
の
は
な
い
｡
テ
ク
ス
ト
を
作
-
上
げ
る
直
接
の
責
任
者

で
あ
る
作
者
は
､
現
実
を
表
現
す
る
方
法
は
異
な
る
に
し
て
も
'
言
葉

(話
し
言
葉
､
書
き
言
葉
)
で
事
物

･
事
態

(
モ
ノ

･
コ
ト
)
を
反
映
さ

せ
て
'
ひ
と
ま
と
ま
-
の
テ
ク
ス
ト
を
織
-
上
げ
て
い
る
｡
そ
れ
は
事

物

･
事
態

(モ
ノ

･
コ
ト
)
を
反
映
し
た
第

一
次
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
｡

3-
3に
は
し
か
し
､
作
者
が
テ
ク
ス
-
を
織
-
上
げ
る
と
き
､
現
実

の
物
事

､事
態
を
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
違
い
が
見
ら

れ
る

(*
8
)
.
D
･
R
･
オ
ル
ソ
ン

(0tson,D･R
･)

は
テ
ク
ス
ト
の

3

㈲を
｢
ア
ク
ラ
ン
ス
｣

(utteran
ce)
と
呼
ん
で
､

33の
｢
テ
ク
ス
ト
｣

と
区
別
し
て
い
る
｡
そ
し
て

､
ア
タ
ラ
ン
ス
の
意
味
は
外
側
に
あ
る
の
に

対
し
て
､
テ
ク
ス
ト
は
内
側
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る

(
*
9
)
｡
内
と
外

テ
ク
ス
ー

意
味
体
系
の
機
能
三
(四
)部
門

3経
験
的
意
味

3対
人
関
係
的
意
味
機
能

刷テ
ク
ス
ト
形
成
的
意
味
機
能

*
論
理
的
意
味
機
能

状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

三
部
門

(特
性
)

フ
ィ
ー
ル
ド
(起
こ
っ
て
い
る
こ
と
)

テ
ナ
ー

(関
わ
っ
て
い
る
人
)

モ
ー
ド

(言
葉
の
役
割
､
機
能
)

5

両
者
の
関
係
を

｢演
劇
チ
ケ
ッ
ト
｣
で
説
明
す
る
と
､
｢
テ
ク
ス
-
｣

は
チ
ケ
ッ
-
で
あ
-
､
そ
れ
が
も
た
ら
す
外
界
の
現
実
界

(劇
場
)
が

｢状
況

(の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
)｣
で
あ
る
｡
テ
ク
ス
ト
に
は
表
に

｢題
目
｣

｢
日
時
｣
｢場
所
｣
｢座
席
｣
の
印
刷
が
あ
-
､
こ
れ
は
観
客

一
人
ひ
と
-

(｢対
人
関
係
的
意
味
機
能
｣
)
に

｢経
験
的
意
味
機
能
｣
(直
接
的
規
制
機

舵
)
を
発
生
さ
せ
る
｡
客
に
と
っ
て
は
､
い
ろ
い
ろ
と
書
か
れ
る
よ
-
ち

表
は

｢題
目
｣
だ
け
で
､
座
席
表
示
は
記
号
や
数
字
の
方
が
親
切
で
あ
る
｡

裏
に
は
注
意
諸
事
項
が
び
つ
し
-
書
か
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
は
経
験
的

意
味
機
能
と
い
っ
て
も
間
接
的
な
規
制
機
能
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と

も
多
い
｡
た
だ
し

｢開
演
中
に
お
手
持
ち
の
携
帯
電
話
や
時
計
の
時
報

･



ア
ラ
ー
ム
が
な
ら
な
い
よ
う
に
ご
注
意
-
だ
さ
い
｡｣
は
か
な
り
直
接
的

な
規
制
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
チ
ケ
ッ
ト
と
い
う
テ
ク
ス
-
だ
け
で

は
な
-
､
｢場
内
放
送
｣
と
い
う
別
の
テ
ク
ス
ト
を
用
意
す
る
劇
場
も
多

い
｡
観
客
は
､
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
､
劇
場
に
お
け
る
観
劇

と
い
う
出
来
事

(
フ
ィ
ー
ル
ド
)
に
入
-
､
俳
優
'
観
客
､
劇
場
係
貞
な

ど
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
持

っ
た
人
々

(テ
ナ
ー
)
に
よ
っ
て
'
台

詞
を
は
じ
め
､
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
持
っ
た
言
葉

(モ
ー
ド
)
が
飛
び
交

う
世
界

(状
況
)
に
し
ば
し
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
が
観
劇
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

(
*
‖
)｡

こ
の

(
劇
場
の
チ
ケ
ッ
ト
-
観
劇
)
の
場
合
､

3-
3で
は
､
ち
ょ
う

ど
中
ぐ
ら
い
の
段
階
に
位
置
づ
-
も
の
で
あ
ろ
う

｡3-
3の
例
の
う
ち
､

オ
ル
ソ
ン
が

｢
ア
タ
ラ
ン
ス
｣
と
呼
ん
だ
､

㈲㈲は
テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
距
離
が
近
い
｡
と
-
わ
け

局で
は

'テ
ク
ス
ト
を
作
る
人
が
実

行
者
で
も
あ
-
､
現
実
の
場
に
お
い
て
は
意
味
が
外
側
か
ら
持
ち
込
ま
れ

る
場
合
も
し
ば
し
ば
で
あ
ろ
う
.
そ
れ
が
㈲

3
3と
進
む
に
つ
れ
て
､

テ
ク
ス
ト
の
独
立
性
が
高
く
な
り
意
味
は
内
側
に
収
束
す
る
方
向
に
向
か

う
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
収
束
に
向
か
う
テ
ク
ス
ト
は
必
ず
し
も
テ
ク
ス
ー
の
安
定
化
と

同
義
な
の
で
は
な
い
.

33の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は

｢準

止
し
た
テ
ク
ス

ー
｣
で
あ
る
と
は
言
え
て
も
､
そ
れ
は
改
め
て
教
室
と
い
う
場
で
起
こ
る

｢教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク
ス
-
｣
と
接
触
し
､
そ
れ
が
新
た
な
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
独
立
し
て
安
定
し
た
テ
ク
ス
ト
に
見
え
て
も
[

い
っ
た
ん
教
室
と
い
う
状
況
に
持
ち
出
さ
れ
る
と
､
テ
ク
ス
I
の
意
味
は

様
々
な
人
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
､
逆
に
拡
散
の
方
向

へ
向
か
う
こ
と
が

あ
る
｡
そ
の
広
が
-
の
幅
と
複
雑
さ
は

｢劇
場
の
チ
ケ
ッ
ト
｣
と

｢観
劇
｣

の
比
で
は
な
い
｡
と
-
わ
け
国
語
教
室
で
は
､
｢教
授
ノコ
ン
テ
ク
ス
ト
｣

と
い
う
教
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
強
い
固
有
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
｡

そ
れ
は
教
育
目
的

･
目
標
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
､
元

来
学
習
に
方
向
性
と
収
束
性
を
与
え
る
た
め
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
が
'

一
方
で
学
習
者
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､あ
る
い
は
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
､

自
己
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

(学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ト
)
を
作
-
出
し
､
与
え
ら

れ
た
テ
ク
ス
ト
の
三
つ
の
意
味
機
能
を
揺
さ
ぶ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
l

･
リ
ー
ガ
ン

(R
eagan
,J.)
は
､
ハ
リ
デ
ー
宛
の

書
簡
で
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る

(*
12
)0

○
個
別
の
状
況
t
と
-
わ
け
教
室
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
は
'
フ
ィ
ー
ル

ド
'
テ
ナ
ー
､
モ
ー
ド
､
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
す
る
テ
ク
ス
ト
の
三
種

類
の
意
味
の
扱
い
に
軽
重

(バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
)
を
つ
け
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
｡

ハ
リ
デ
ー
の
理
論
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
言
語
現
象
の
機
能
'
構

造
の
記
述
に
力
点
が
お
か
れ
て
お
-
､
教
室
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
状
況

が
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
リ
ー
ガ
ン
が
言
う
よ
う
に
'
教
育

的
観
点

(教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
観
点
)
か
ら
言
語
観
察
の
視
点

や
方
法
を
見
直
す
こ
と
は
重
要
で
あ
る
｡
次
に
こ
の
点
を
意
識
し
な
が
ら

具
体
的
に
考
察
を
進
め
る
｡

(2
)
具
体
例

大
村
は
ま
氏
に

｢雪
う
さ
ぎ
｣
(竹
内
て
る
代
)
の
朗
読
指
導
に
つ
い

て
の
論
考
が
あ
る
｡

6



雪
う
さ
ぎ

粉
雪
は
さ
ら
さ
ら
し
て
い
て
め
が
こ
ま
か
い
の
で

な
か
な
か
雪
う
さ
ぎ
に
な
ら
な
い
｡

ノ

握
っ
て
い
る
な
ん
て
ん
の
赤
い
実
が

小
さ
い
手
の
あ
た
た
か
み
で
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
て
も

お
ば
さ
ん
は
雪
う
さ
ぎ
が
で
き
な
い
.

こ
と
し
も
雪
の
降
る
こ
ろ
に
な
っ
た

目
を
つ
む
っ
て
ガ
ラ
ス
戸
に
あ
た
る

か
す
か
な
音
を
聞
い
て
い
る
と

ふ
る
さ
と
の
こ
ど
も
べ
や

古
び
た
壁
に
は
っ
た
お
清
書
の

ラ
の
字
の
少
し
ま
が
っ
た
の
ま
で
思
い
出
す

さ

ら
さ

ら

と

ガ
ラ
ス
戸
に
あ
た
る
音
を
聞
き

あ
し
た
朝
が
き
て
少
し
っ
も
っ
て
い
た
ら

あ
の
ひ
ば
垣
の
上
の
新
し
い
の
で

雪
う
さ
ぎ
を
作
っ
て
み
よ
う
と
思
い
な
が
ら

静
か
に

枕
を
右
に
な
お
す

1
､
テ
ク
ス
ー

(意
味
体
系
の
機
能
)
三

(四
)
部
門

3経
験
的
意
味
機
能

‥物
事
､
出
来
事
､
人
の
状
態
'
人
の
考
え
､
行
動
､

そ
れ
ら
の
過
程
な
ど

･
雪
う
さ
ぎ
作
-

(子
ど
も
の
こ
ろ
'
現
在
､
未
来
)

･
ガ
ラ
ス
戸
に
当
た
る
雪
の
音

･
そ
の
昔
を
聞
-
と
き
の
状
態

･
そ
の
と
き
の
思
い

3対
人
関
係
的
意
味
機
能

‥
法
､
極
性

(命
令
文
､
疑
問
文
-
)
､
モ
ダ

リ
テ
-
､
人
称
な
ど

二

､
二
連
の
否
定
文

･
二
連
の

｢ち
い
さ
い
手
｣
と

｢お
ば
さ
ん
｣

刷テ
ク
ス
ト
形
成
的
意
味
機
能

∵
王
題
構
造
､
結
束
作
用
､
修
辞
､
韻
律
､

リ
ズ
ム
'
イ
ン
-
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

･
厳
し
い
雪
国
の
自
然
の
中
､
(時
代
)
世
代
を
超
え
て
貫
い
て
い
る
人

間
の
芯

(大
人

･
母

･
お
婆
ち
ゃ
ん
､
子
ど
も

･
孫
)

･
｢日
を
つ
も

っ
て
ガ
ラ
ス
戸
に
あ
た
る
か
す
か
な
音
｣
｢さ
ら
さ
ら
と
ガ

ラ
ス
戸
に
あ
た
る
音
｣
(結
束
性
)
(音
声
的
機
能
)

･
｢さ
ら
さ
ら
し
て
い
て
｣
と

｢さ
ら
さ
ら
と
｣
､
｢枕
を
右
に
｣
の

｢右

に
｣

･
句
読
点
の
使
い
方

(音
声
的
機
能
)

･
繰
-
返
し

｢I
雪
'
雪
-
｣
文
末
表
現

｢-
な
い
｣
(音
声
的
機
能
)

*
論
理
的
意
味
機
能

･
二

二
連
と
三
'
四
連
の
論
理
的
意
味
機
能

･
一
連
と
二
連
､
三
連
と
四
連
の
論
理
的
意
味
機
能



2
'
教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
三
特
性
か
ら

こ
の
詩
の
学
習
指
導
の
実
際
は
､
教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
三
部

門
に
当
て
は
め
る
と
'
次
の
よ
う
に
書
き
表
さ
れ
る
｡

3フ
ィ
ー
ル
ド

‥
教
室

(朗
読
､
朗
読
会
)

3テ
ナ
ー
‥
教
師
'
生
徒

伽モ
ー
ド

‥
朗
読
､
話
し
合
い
､
発
表
､
書
き
込
み
な
ど
教
室
の
言
葉

大
村
氏
は
こ
の
詩
の
朗
読
を
め
ぐ
る
､
教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の

形
成
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
な
注
意
を
し
て
い
る

(*
13
)0

そ
の
上
､
ハ
ミ
ン
グ
で
も
レ
コ
ー
ド
で
も
､
伴
奏
を
添
え
よ
う
と
す
れ

ば
､
ま
た
違
っ
た
面
か
ら
味
わ
う
こ
と
に
な
る
｡
朗
読
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
編
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
'
更
に
､
い
-
つ
も
の
作
品
を
見
通
し
て
の
味

わ
い
か
た
が
必
要
に
な
っ
て
-
る
｡
朗
読
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
､
お
も

い
が
け
な
い
ほ
ど
細
か
い
､
深
い
､
鑑
賞
の
経
験
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
｡
し
か
も
､
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
'
た
の
し
-
､
そ
れ
ぞ
れ
の
力

に
応
じ
で
｡
そ
れ
だ
け
に
指
導
者
が
､
は
っ
き
り
と
目
的
が
詩
の
味
わ
い

か
た
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
､
い
ろ
い
ろ
の
指
導
を
作
品
の
味
わ
い
に

出
発
し
'
ま
た
そ
こ
に
帰
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡

こ
の
詩
を
単
独
で
読
み
味
わ
い
､
朗
読
す
る
と
い
う
単
純
な
学
習
だ
け

を
構
想
し
て
も
､
例
え
ば
グ
ル
ー
プ
で
､
あ
る
い
は
ペ
ア
で
朗
読
の
工
夫

を
し
て
､
そ
の
結
果
を
比
べ
合
う
と
い
う
よ
う
な
意
義
深
い
学
習
の
展
開

が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
は
､
学
習
を
深
ま
-
に
誘
う
仕
掛
け
が
用
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
リ
ー
ガ
ン
が
指
摘
し
た
三
種
類
の
意

味
機
能
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
る
と
い
う
判
断
が
重
要
と
な
る
｡
こ
の
詩

の
朗
読
指
導
で
は
､
対
人
関
係
的
意
味
機
能
を
と
-
に
丁
寧
に
学
習
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

･
お
ば
さ
ん
と
ち
い
さ
な
手
の
人
と
の
関
係

･
お
ば
さ
ん
の
回
想
と
現
実
と
の
関
係

･
明
日
へ
の
お
ば
さ
ん
の
心
持
ち

(弾
む
よ
う
な
､
し
か
し
し
み
じ
み
と

し
た
)

･
自
分
を
お
ば
さ
ん
と
呼
ぶ
作
者
の
心
持
ち
｡

｢
お
ば
さ
ん
｣
は
こ
の
詩
を
読
み
味
わ
い
､
朗
読
を
す
る
た
め
の
大
切

な
切
-
口
で
あ
る
｡
こ
の
詩
を
読
む
中
学
生
の
年
頃
は
､
お
ば
さ
ん
で
も

ち
い
さ
い
手
の
子
ど
も
で
も
な
い
｡
ど
ち
ら
に
視
点
を
お
い
て
'
ど
の
よ

う
に
読
み
上
げ
た
ら
よ
い
か
｡
あ
る
い
は
二
人
を
客
観
的
に
と
ら
え
て
読

む
の
が
よ
い
か
｡
お
ば
さ
ん
と
子
ど
も
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
｡

二
連
ま
で
は

一
般
的
な

｢中
年
の
お
ば
さ
ん
｣
と

｢
こ
ど
も
｣
､
三
速
以

降
は
む
し
ろ

｢お
ば
あ
ち
ゃ
ん
｣
と

｢孫
｣
か
｡
そ
の
と
き
の
作
者
の
心

持
ち
は
?

教
師
は
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
注
意
す
る
だ
け
で
も

学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は

一
気
に
緊
張
感
を
は
ら
み
､
｢朗
読
の
-
ふ
う
を

す
る
こ
と
は
t
L
ら
ず
し
ら
ず
'
そ
の
詩
を
深
-
読
む
こ
と
に
な
る
｡
｣

と
い
う
学
習
の
深
い
地
点
ま
で
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
と
き

｢雪

う
さ
ぎ
｣
と
い
う
第

1
次
テ
ク
ス
ー
は
､
第
二
次
'
第
三
次
の
テ
ク
ス
ー

と
な
っ
て
'
言
語
学
習
の
三
角
形
の
線
分
に
現
れ
出
て
-
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
そ
の
と
き
学
習
者
は
深

い
読
み
が
も
た
ら
す

｢
楽
し
み
｣

(
c

onviviality)
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

大
村
氏
は
国
語
単
元
学
習
を
追
究
し
た
か
ら
､
こ
の
学
習
指
導
で
も
朗

読
会
と
い
う
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
-
が
構
想
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が

刷で

あ
る
｡

刷に
は
複
数
の
テ
ク
ス
t

が
あ
り
､
｢
テ
ク
ス
-
間
の
関
係
｣

8



(intertextuality)
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
個
々
の
テ
ク
ス
ート
の
意

味
は
内
側
で
安
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
'
二
者
の
間
隙
に
は
教
師

や
児
童
生
徒
の
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
入
り
や
す
い
｡
教
室
で
は
そ
れ

が
個
々
の
テ
ク
ス
I
の
意
味
機
能
に
様
々
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ

る
｡
大
村
氏
の

｢
い
-
つ
も
の
作
品
を
見
通
す
｣
と
は
'
｢
テ
ク
ス
-
間

関
係
｣
考
究
の
重
要
性
を
実
践
家
ら
し
い
言
葉
で
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ

1つ

○以
上
､
テ
ク
ス
ト
と
状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

(教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク

ス
ト
)
の
関
係
に
つ
い
て
､
理
論
的

･
実
践
的
に
考
察
し
て
き
た
が
､
両

者
の
関
係
は
ま
さ
に
双
方
向
的
な
性
格
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る

(
*

14
)
｡
テ
ク
ス
-
と
し
て
の
教
材
は
､
作
者
が
込
め
た
内
的
な
意
味
を
主

張
し
な
が
ら
も
'
教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ー
に
持
ち
出
さ
れ
て
学
習
材

と
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
人
々
に

ょ
っ
て
協
議
さ
れ
､
吟
味
さ
れ
て
考
え
ら
れ
た
新
し
い
意
味
の
総
体
で
あ

る
｡
だ
か
ら
教
授

･
学
習
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
当
事
者
は
'
た
え
ず
テ
ク
ス

ト
の
意
味
に
立
ち
返
-
'
新
し
い
総
体
的
な
意
味
形
成
の
可
能
性
を
吟
味

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
状
況
へ
の
参
加
者
は
実
現
す
る
と
同
時
に
内

省
す
る
｡
ゆ
え
に
新
し
い
意
味
と
は
､
当
事
者
の

一
方
的
な
行
為
で
も
な

-
､
テ
ク
ス
ー
の
意
味
と
の
緊
張
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
､
内
的

･
外

的
な
作
用
体
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
緊
張
は
教
師
や
他
の
生

徒
の
生
徒
の
存
在
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
強
ま
り
､
自
身
の
な
か
で
大
き
な

揺
れ
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
｡

三
､
学
習
者
の
成
長
と
教
師

B
･
コ
コ
ラ
ン

(C
o
rcoran
,B
.)
は
'
読
者

‥
ア
ク
ス
ト

･
教
師
の
緊

張
関
係
を
次
の
三
角
形

(図
3
)
で
書
き
表
し
て
い
る
｡
図
1
に
合
わ
せ

る
た
め
に
､
左
右
の
頂
点
､
す
な
わ
ち
読
者

(自
己
)
と
教
師

(他
者
)

を
入
れ
替
え
た

(*
15
)
0

図3 B･ココランの三角形
1､支配的な文化的加工物

2､独立 した芸術的対象物

3､-走の反応を生む刺激

4､｢美的な創造｣のための青写真

5､｢読者.作者｣あるいは｢閉じた.開いた｣文書

6､総体的な緩い組織体

申 ▲ ｣ Y, ∴ ∴

教 師 ー 雫

1､文化の管理者､伝達者

2､資格のある説明解説者､すぐれた批評家

3､個人的な反応の促進者

4､読者とテクス ト領域との調停者

5､読みの技術の教授 .案内

6､占有とか抵抗のためのテクス ト

渉された内容と

有 された読み)

1､文化的な白紙状態

2､専門的な説明の受動的な消費者

3､ユニークな反応､発言の作 り手

4､主体的な意味形成､テクストのプロデューサー

5､ユニークなテクスト間の歴史を持つ｢個人｣
6､テクス トによって構成された本人
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読
者

(自
己
)
は
'
他
の
頂
点
に
関
わ
-
､
接
触
し
な
が
ら
国
語
学
習

に

｢巻
き
込
ま
｣

(involve
)

れ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
そ
の
機
会
は
六
項

目
の
三
乗
も
の
数
が
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
を
コ
コ
ラ
ン
は

｢抵
抗
学

習
｣

(resistan
t
pra
c
tic
e
)

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
'
そ
の
と
き
の
自
己
は

決
し
て
自
己
の
内
部
で
内
省
を
繰
-
返
す

｢考
え
る
主
体
｣
だ
け
で
は
な

い
｡
彼

･
彼
女
は
周
囲
の
状
況
と
の
接
点
に
生
成
さ
れ
る

｢広
が
る
主
体
｣

で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
純
粋
だ
け
れ
ど
も
狭
隆
な
主
体
で
は
な
-
て
'
異
質

か
も
の
と
も
交
わ
り
,
抵
抗
し
な
が
ら
も
立
ち
上
が
る

｢揺
れ
る
主
体
｣

と
言
っ
て
も
よ
い
｡

読
者
の
動
揺
は
､
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
が
原
因
で
'
あ
る
い
は
そ
れ
を

め
ぐ
る
教
師
や
級
友
が
原
因
で
必
ず
発
生
す
る
｡
小
学
校
､
中
学
校
､
高

校
の
国
語
教
室
で
起
き
た
そ
の
よ
う
な
経
験
は
､
長
い
年
月
が
経
っ
て
い

る
の
に
､
ふ
と
し
た
き

っ
か
け
で
鮮
明
に
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の

よ
う
な
動
揺
は
､
具
体
的
な
細
部
は
忘
れ
て
い
な
が
ら
'
そ
れ
だ
け
が
実

在
と
し
て
残

っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
自
己
を
教
育
的
に
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
る
べ
き
か
｡
Z
･
E
･
カ
ー
ズ
ウ

エ
ル

(K
u
rqw
e
ll,Z
.E
.)
は
､
実

存
哲
学
と
精
神
分
析
学
の
教
育
論
を
概
観
し
た
あ
と
で
､
次
の
よ
う
に
結

論
を
述
べ
て
い
る

(
*
16
)
0

私
は
不
安

(an
x
iety)
が
我
､々
の
生
活
か
ら
完
全
に

1
掃
さ
れ
る
は
ず

が
な
い
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
言
っ
て
お
-
｡
一
掃
で
き
た
と
し
て
も
､

そ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
不
安
は
我
々
に
対
す
る
刺

激
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
我
々
を
行
動
に
駆

-
立
て
る

｢刺
激
素
｣

(ヨ
Otivat且

な
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
な
-
し
て

は
精
神
的
に
高
次
の
諸
活
動
が
顕
在
化
せ
ず
､
人
間
の
能
力
も
枯
渇
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
｡
我
々
は
我
々
の
不
安
と
と
も
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
不
安
に
親
し
む
よ
う
に
す
る
こ
と
は
教
育
の
努
め
で
あ
る
｡

｢不
安
｣
は

一
般
的
に
は
人
間
の
成
長
に
と
っ
て
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
｡
し
か
し
そ
れ
は
成
長
を
右
肩
上
が
-
の

一
次
関
数
と
捉
え
る
か
ら
で

あ
る
｡成
長
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
単
純
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

成
長
に
は
失
敗
や
リ
ス
ク
が
付
き
物
で
あ
-
､
ど
の
よ
う
に
し
て
も
停
滞

す
る
こ
と
も
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
成
長
す
る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
な
の
で

あ
る
｡
苦
し
い
時
期
に
こ
そ
古
い
自
己
か
ら
新
し
い
自
己
に
生
ま
れ
変
わ

る
手
が
か
り
が
あ
る
｡
そ
れ
を
成
長
へ
の
バ
ネ
と
す
み
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
､
そ
の
内
実
は
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
違
い
､
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ

が
違
う
生
き
る
軌
跡
を
措
-
も
の
で
あ
る
｡

*

*

*

人
間
の
成
長
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
､
児
童
生
徒
の
成
長

･
発

達
を
願
っ
て
仕
事
を
す
る
国
語
教
師
ほ
ど
重
要
な
仕
事
は
な
い
｡
児
童
生

徒
が
自
ら
耐
え
て
苦
し
ん
で
い
る
'
そ
の
と
き
､
教
師
は
学
習
者
の
立
ち

上
が
る
き

っ
か
け
を
求
め
て
'
助
言
を
し
､
援
助
を
す
る
｡
そ
れ
は
し
ば

し
ば
日
常
的
な
何
で
も
な
い
行
為
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
､
結
果
と

し
て
き
わ
め
て
人
間
的
で
人
道
的
な
価
値
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
日
本

国
語
教
育
学
会
第
七
十
二
回
国
語
教
育
全
国
大
会

(平
成
二
十

1
年
八
月

三
日
､
日
比
谷
公
会
堂
)
で
倉
揮
栄
吉
先
生
が
次
の
よ
う
な
講
話
を
さ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た

′(
*
17
)
0

ス
ペ
イ
ン
の
船
が
千
葉
県
沖
で
難
破
し
て
乗
組
員
が
冷
た
い
海
中
に
投

げ
出
さ
れ
'
浜
の
人
々
に
救
助
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
漁
村
の
お
ば
さ
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ん
た
ち
は
､
瀕
死
の
乗
組
貞
を
自
ら
の
身
体
で
温
め
て
蘇
生
さ
せ
､
そ
の

顛
末
は
江
戸
幕
府
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
幕
府
は
彼
女
ら
の
献
身
的

な
精
神
を
賞
賛
し
､
そ
っ
-
-
同
じ
船
を
造
っ
て
､
母
国
に
送
り
出
し
た
｡

こ
の
講
話
中

｢お
ば
さ
ん
｣
を
国
語
教
師
に
､
｢
ス
ペ
イ
ン
人
の
海
難

者
｣
を
児
童
生
徒
に
読
み
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
｢人
間
的

･
人
道

的
｣
と
い
う
言
葉
は
倫
理
性
が
強
-
､
日
常
語
と
し
て
使
い
こ
な
す
こ
と

が
難
し
い
.
Ⅴ

･
1

･
リ
ス
コ

(R
isco.V
.J.)
は
､
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で

活
動
す
る
韓
国
入
国
語
教
師
を
学
会
で
表
彰
す
る
に
当
た
っ
て
､
｢
人

間

･
人
道
｣
に
あ
た
る
hum
an
ity*
次
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
.
(*
18
)

彼
女
は
､
多
-
の
よ
い
教
師
の
よ
う
に
､
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
児

童
生
徒
の
生
き
た
経
験
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
｡
彼
女
に

と
っ
て
､
｢人
間
的
に
教
え
る
｣

(teaching
w
ith
hum
an
ity)
と
い
う
こ

と
は
､
彼
ら
の
日
常
活
動
に
お
け
る
経
験
や
文
化
的
言
語
的
な
背
景
'
そ

し
て
学
習
に
対
す
る
興
味
や
期
待
を
大
切
に
L
t
そ
れ
ら
に
反
応
す
る
教

育
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は

｢人
間
的
に
教
え
る
｣
こ
と
が

｢専
門
的
な
知
見
の
確
か
さ

と
豊
か
さ
で
教
え
る
こ
と
｣
と

一
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
リ
ス
コ
の

言
う

｢文
化
的
言
語
的
な
背
景
｣
に
つ
い
て
､
本
稿
の
趣
旨
に
即
し
て
具

体
的
に
指
摘
す
る
な
ら
､
教
師
は
実
践
的
な
視
点
か
ら
､
言
語
学
習
の
三

角
形

(図
1
)
に
お
け
る

｢七
つ
の
モ
デ
ル

(機
能
)
､
そ
れ
ぞ
れ
の
モ

ー
ド
｣
に
十
分
な
注
意
を
払
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡
そ
れ
ら
は
実
は
'

既
に
述
べ
た
三

(四
)
機
能

(｢経
験
的
機
能
｣
｢対
人
的
機
能
｣
｢
テ
ク

ス
ト
的
機
能
｣
｢
(論
理
的
機
能
)｣
)
の
副
次
的

(サ
ブ
)
機
能
で
あ
る
｡

し
か
し
'
現
実
の
国
語
教
室
に
お
け
る
言
葉
の
機
能
は
､
こ
の
よ
う
に
七

機
能
に
下
ろ
し
て
も
､
そ
れ
で
も
メ
タ
機
能
な
の
で
あ
る
｡
教
室
に
お
け

る
言
葉
の
現
実
態
は
い
く
ら
分
類
し
て
も
終
わ
-
は
な
い
｡
い
つ
も
余
-

が
出
る
ほ
ど
複
雑
で
あ
る
｡
そ
れ
は
さ
ら
に
分
化
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
､

し
か
も
複
数
の
機
能
が
混
じ
り
合
っ
て
多
機
能
化
し
て
い
る
場
合
が
あ

る
｡
ま
た
潜
在
的
に
機
能
し
て
い
る
か
と
思
う
と
､
部
分
的
に
は
機
能
し

て
い
な
か
っ
た
-
'
逆
機
能
化
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
国
語
学
習
を
展

開
さ
せ
て
い
る
間
中
'
教
師
は
そ
れ
ら
を
注
意
探
-
見
分
け
て
､
指
導
の

な
か
で
助
言
と
し
て
活
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

一
人
ひ
と
-
の
児
童
生
徒
の
成
長
の
結
節
点
に
お
け
る
教
師
の
助
言

は
'
た
と
え
そ
れ
が

二
言
で
あ
っ
て
も
学
習
者
の
以
後
の
人
生
を
決
定
づ

け
る
こ
と
が
あ
る
｡

ill

｢言
語
表
現
と
主
体
｣
は

『文
教
国
文
』
(第
六
号
､
昭
和
五
十
二

年
三
月
)
に
発
表
し
た
｡
こ
れ
は
､
飛
田
多
善
雄

･
野
地
潤
家
監

修

『国
語
教
育
基
本
論
文
集
成
』
2

(平
成
六
年
､
明
治
図
書
)

に
採
録
さ
れ
た

(解
説
湊
書
正
氏
)
｡
言
語
学
習
の
三
角
形
の
初
出

は
､
『国
語
科
教
育
研
究
法
』
(国
語
教
育
研
究
会
編
､
聖
文
社
､

昭
和
六
十
二
年
四
月
)
で
あ
る
｡
上
越
地
方
で
は
､
昭
和
六
十
三

年
八
月
､
座
談
会

｢上
越
の
国
語
教
育
を
考
え
る
｣
(於

･
高
陽
荘
)

で
こ
の
三
角
形
を
説
明
し
た

(発
言
の
内
容
は
､
上
越
国
語
教
育

連
絡
協
議
会

『上
越
の
国
語
教
育
』
上
国
連
発
足
二
十
五
周
年

･



第
十
八
回

博
報
賞
受
賞
記
念
出
版
､
昭
和
六
十
三
年
十

一
月
､
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
)｡
そ
の
後

｢言
語
の
教
育
の
充
実
｣
(『中
学
校

国
語
科
教
育
実
践
講
座
』
第

一
巻
､
こ
チ
ブ
ン
､
平
成
九
年
三
月
)

を
経
て
､
図
1
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
｡
こ
れ
は

｢｢言
語
学
習
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三
角
形
｣
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論
｣
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教
育
大
学
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語
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育
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究
系
国
語
コ
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育
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習
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語
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研
究
』
Ⅳ
､
平
成
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1
年
三
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発
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た
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ま
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､
『国
語
科
教
育
研
究
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』
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座
談
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録
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三
篇
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語
教
育
実
践
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の
研
究
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間
書
房
､
平
成
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十
年
三
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筆
し
て
収
録
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図
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直
近
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記
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a
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o
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e
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kin
U
niversity
Press,
)9
85)

か
ら
第
二
章

｢言
語
の
機
能
｣

(F
un
ction
s
of
lan
guage)､
第
三

章

｢言
語
使
用
域
の
諸
相
｣
(R
egister
v
ari
atio
n)
か
ら
の
四
例
｡

英
詩
は
'
B

enJonson,ToCelia(
16
16)
よ
-

0

(8
)
両
者
の
関
係
は

､例
え
ば
M
･
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
｢表
象
｣
･
｢語

る
こ
と
｣
･
｢分
類
す
る
こ
と
｣
･
｢交
換
す
る
こ
と
｣
と
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
｡
｢語
る
こ
と
｣
(言
語
活
動
の
四
辺
形
｣
)
に
お
い
て
最

も
保
護
さ
れ
た
場
所

(近
似
的
な
場
所

‥有
揮
)
は
中
央

(内
奥
)

の

｢名
｣
で
あ
る
｡
渡
部

1
民

･
佐
々
木
明
訳

『言
葉
と
物
-
人

文
科
学
の
考
古
学
』
新
潮
社
､
昭
和
四
十
九
年
､

一
四
三
頁
｡
原

･
書
出
版
は

1
九
六
六
年
)

お
父
さ
ん
と
子
ど
も
と
の
汽
車
遊
び
で
は
'
｢名
｣
の
リ
ス
ト
は
､

(
玩
具
)
‥(
父
と
子
)
(
機
関
車
)
(
車
庫
)
(
レ
ー
ル
)
等

後
出
の
詩

｢雪
う
さ
ぎ
｣
で
は
､

(
雪
兎
)
‥(
お
ば
さ
ん
)
(
粉
雪
)
(
な
ん
て
ん
の
赤
い
実
)
(
小

さ
な
手
)
等

ノ

と
な
る
｡

､

こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
I
は

｢第

一
次
テ
ク
ス
ト
｣
で
あ
り
､
そ

れ
は

㈲㈲の
よ
う
な
場
合
で
も
､
理
念
的

･
概
念
的
な
も
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
得
て
､
実
行
さ
れ
､
実
現

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
第
二
次
的
､
第
三
次
的
な
テ
ク
ス
ト
と

凍
る
｡
そ
れ
は
言
語
学
習
の
三
角
形
の
各

｢線
分
｣
に
お
い
て
発

生
､
形
成
さ
れ
る
｡
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(
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)
ハ
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デ
ー

(平
成
三
年
訳
本
)
第
二
章
の
図
を
も
と
に
作
成
し
た
｡

本
稿
の
目
的
に
応
じ
て
､
｢
テ
ク
ス
ト
｣
と

｢状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
｣
を
入
れ
替
え
､
｢
*
論
理
的
意
味
機
能
｣
を
付
け
加
え
た
｡

な
お
､
l

･
ラ
イ
オ
ン
ズ
は
､
こ
の
意
味
体
系
の
機
能
三
(四
)

部
門
を
､
(
-
)
｢
観
念
化
｣
(id
eatio
n
aこ
(
2
)
｢
個
人
間
｣

(in
terp
erson
al)
(3
)
｢
テ
キ
ス
ー
的
｣
(tex
tual)機
能
と
し
､順
に

(
-
)
｢
認
知
的
意
味
あ
る
い
は
命
題
的
意
味
｣

(co
g
n
itiv
e

m
ean
ing,orp
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c
ontent)
(2
)｢法
あ
る
い
は
法
範
噂
｣

(m
o
o
d
o
r
m
o
da-ity)
(3
)｢
(文
､文
章
を
つ
な
い
だ
-
､
場
面
と

関
連
さ
せ
る
)
文
法
的
お
よ
び
音
調
上
の
構
造
｣

(gram
m
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and
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と
言
い
換
え
て
い
る
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年
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書
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